
こ
ん
に
ち
は
。『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』、
い
か
が
で
し
た
か
。
今
回
は
解
説
編
で
す
。

次
の
文
章
は
、『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
一
節
で
あ
る
。
中
秋
の
名
月
の
晩
、「
宮
の
中
将
」
と

「
殿
の
中
将
」
の
二
人
は
、
洛
中
の
と
あ
る
邸
で
過
ご
し
た
後
、
西
の
郊
外
に
あ
る
上
皇(

嵯
峨
院)

の

御
所
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

月
は
ふ
け
ゆ
く
ま
ま
に
い
と
ど
澄
み
の
ぼ
り
て
い
ふ
よ
し
な
き
に
、「(

ア)

院
こ
そ
な
ほ
ゆ
か
し
け
れ
。

今
宵
い
か
に
な
が
め
お
は
し
ま
す
ら
む
」
と
推
し
量
り
聞
こ
え
て
、
み
な
馬
に
乗
り
か
へ
て
嵯
峨
に
参

さ

が

り
給
へ
れ
ば
、(

イ)

思
ひ
つ
る
も
し
る
く
大
殿
籠
ら
ぬ
御
け
し
き
に
て
、
琴
の
御
琴
弾
き
す
さ
ま
せ
給
へ

き
ん

る
、(

ウ)

あ
た
り
の
松
風
さ
へ
そ
ぞ
ろ
寒
き
に
、
笛
を
同
じ
調
べ
に
吹
き
合
は
せ
て
、
二
人
中
門
の
ほ
ど

に
や
す
ら
ひ
給
へ
る
、
か
ぎ
り
な
く
お
も
し
ろ
し
。

い
と
い
た
う
待
ち
よ
ろ
こ
ば
せ
給
ふ
。
や
が
て
「
こ
な
た
に
」
と
召
し
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
姫
宮
の
お

は
し
ま
す
御
簾
の
前
を
、
死
ぬ
ば
か
り
思
ふ
べ
し
、
い
と
い
た
う
用
意
し
て
歩
み
出
で
紿
へ
る
さ
ま
ど

み

す

も
、
い
づ
れ
と
な
く
め
で
た
し
。「
今
宵
は
内
の
御
遊
び
な
ど
も
や
と
思
ひ
つ
る
を
、
暇
も
の
せ
ら
れ

い
と
ま

け
る
を
。(

エ)

わ
ざ
と
こ
そ
お
ど
ろ
か
す
べ
か
り
け
れ
」
と
の
た
ま
は
す
。

(

宮
の
中
将
、)

(

オ)

ま
づ
ぞ
思
ふ
都
の
秋
の
月
見
て
も
君
す
む
宿
の
松
風
の
声

殿
の
中
将
、

(

カ)

飽
か
な
く
に
出
で
し
雲
居
の
月
影
を
慕
ふ
心
の
い
つ
か
お
く
れ
む

と
奏
し
給
ふ
は
、
も
の
怨
じ
さ
が
な
く
し
給
ひ
し
宮
の
御
腹
な
り
。

（『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
よ
る
）

注

○
姫
宮
＝
嵯
峨
院
の
皇
女
。

○
お
ど
ろ
か
す
＝
こ
こ
で
は
「
誘
う
」
の
意
。

○
も
の
怨
じ
さ
が
な
く
し
給
ひ
し
宮
の
御
腹
な
り
＝
殿
の
中
将
の
出
自
の
説
明
。「(

殿
の
中
将
は)
酷
く
嫉
妬
を
な
さ
っ
た

宮
の
御
子
な
の
で
あ
っ
た
」
の
意
。

問
一

傍
線
部(

ア)(

イ)(

ウ)

を
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
二

傍
線
部(

エ)

「
わ
ざ
と
こ
そ
お
ど
ろ
か
す
べ
か
り
け
れ
」
と
院
が
言
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

問
三

傍
線
部(

オ)

に
つ
い
て
、
掛
詞
に
注
意
し
な
が
ら
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
四

傍
線
部(

カ)

の
和
歌
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
比
喩
を
説
明
し
な
さ
い
。

 



 

【
解
説
】

『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
は
擬
古
物
語
の
一
つ
で
す
（
作
者
は
不
詳
）。「
擬
古
物
語
」
と
い
う
の

は
、
鎌
倉
時
代
頃
か
ら
近
世
に
か
け
て
成
立
し
た
、
平
安
時
代
の
王
朝
貴
族
を
主
人
公
と
す
る
物
語
の

こ
と
で
す
。
平
安
時
代
を
舞
台
と
し
て
い
ま
す
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
成
立
し
て
い
る
た
め
、
平
安
時

代
の
古
典
文
法
を
基
準
と
し
て
古
文
を
学
ん
で
い
る
高
校
生
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
読
み
づ
ら
い
箇

所
が
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

内
容
と
し
て
は
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
作
品
が
多
く
、
こ
の
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』

も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
四
五
年
間
と
い
う
長
期
間
に
わ
た
る
物
語
（『
源
氏
物
語
』
は
約
七
〇
年
）

で
、
人
間
関
係
も
複
雑
で
す
。
全
体
の
主
人
公
は
と
あ
る
皇
女
な
の
で
す
が
、
非
常
に
長
い
物
語
は
「
引

用
箇
所
に
お
け
る
主
人
公
」
を
特
定
し
て
読
解
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
今
回
の
主
人
公
は
リ
ー
ド

文
に
登
場
し
て
い
る
「
宮
の
中
将
」
と
「
殿
の
中
将
」
の
二
人
だ
と
考
え
て
下
さ
い
ね
。(

便
宜
上
、

今
後
の
説
明
で
は
「
主
人
公
」
と
表
現
し
ま
す)

リ
ー
ド
文
は
本
文
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
箇
所
で
す
。
舞
台
と
な
る
の
が

中
秋
の
名
月
の
夜
で
あ
る
こ
と
、
舞
台
と
な
る
嵯
峨
院
の
邸
は
都
の
中
心
か
ら
少
し
西
に
外
れ
た
と
こ

ろ
（「
洛
西
」
と
言
い
ま
す
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
お
い
て
下
さ
い
。
超
基
礎
知
識
で
す

が
、「
上
皇
」
＝
「
位
を
退
い
た
帝
」
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
内
容
を

確
認
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
月
は
ふ
け
ゆ
く
ま
ま
に
い
と
ど
澄
み
の
ぼ
り
て
い
ふ
よ
し
な
き
に
、」

中
秋
の
名
月
の
晩
で
す
か
ら
、
月
の
美
し
さ
が
描
か
れ
て
い
る
と
理
解
出
来
れ
ば
十
分
で
す
。
満
月

は
真
夜
中
に
南
中
し
ま
す
か
ら
、
時
刻
は
二
四
時
に
近
づ
い
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
問
題
に
絡

ん
で
い
ま
せ
ん
が
、
古
文
読
解
の
際
に
重
要
な
単
語
と
し
て
は
、

○
「
い
と
ど
」

―
ま
す
ま
す

○
「
よ
し(

由)

」

―
①
由
緒
・
理
由
・
②
手
段
方
法
・
③
趣
・
④
主
旨

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

「『(

ア)

院
こ
そ
な
ほ
ゆ
か
し
け
れ
。
今
宵
い
か
に
な
が
め
お
は
し
ま
す
ら
む
』
と
推
し
量
り
聞
こ
え
て
、」

基
礎
的
な
現
代
語
訳
問
題
で
す
。

○
「
な
ほ
」

―
や
は
り

○
「
ゆ
か
し
け
れ
」(｢

ゆ
か
し｣

已
然
形)

―
①
見
た
い
、
聞
き
た
い
、
知
り
た
い

②
な
ん
と
な
く
慕
わ
し
い
、
な
つ
か
し
い



 

今
回
は
リ
ー
ド
文
の
情
報
に
よ
り
、
こ
れ
か
ら
院
の
邸
ま
で
二
人
が
訪
ね
て
い
く
お
話
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
の
で
す
か
ら
、
現
代
語
訳
で
も
そ
の
情
報
を
活
か
し
ま
し
ょ
う
。

訳
出
時
の
注
意
点
と
し
て
は
、「
ゆ
か
し
」
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
院
を
見
た
い
」
と
し
て
し
ま
わ
な

い
こ
と
で
す
。
間
違
い
で
は
無
い
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
訳
し
て
し
ま
う
と
、
単
に
「
院
の
様
子
を

観
察
し
に
行
き
た
い
」
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、「
院
に
会
い
た
い
」
や
「
院
の

様
子
が
気
に
な
る
」
と
い
っ
た
内
容
の
現
代
語
訳
に
す
る
方
が
良
い
で
し
ょ
う
。
敬
語
は
使
用
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
身
分
を
考
慮
し
て
「
や
は
り
院
に
お
目
に
掛
か
り
た
い
」
と
訳
し
て
も
綺
麗
で
す
。

「
今
宵
い
か
に
な
が
め
お
は
し
ま
す
ら
む
」
は
、「
今
夜
、
ど
の
よ
う
に
月
を
眺
め
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
な
が
め
（
な
が
む
）」
は
、
恋
愛
の
場
面
な
ど
で
は
「
物
思
い
に
耽

る
」
と
い
う
訳
出
が
定
番
の
語
句
で
す
が
、
こ
こ
は
中
秋
の
名
月
と
い
う
「
眺
め
る
べ
き
対
象
」
が
あ

る
場
面
で
す
の
で
、「
月
を
眺
め
る
」
で
解
釈
し
て
良
い
で
し
ょ
う
。
現
在
推
量
の
助
動
詞
「
ら
む
」

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
主
人
公
の
二
人
が
洛
中
に
あ
り
な
が
ら
、
洛
西
に
い
る
院
の
現
在
の
様
子
を
推
し

量
っ
て
い
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
み
な
馬
に
乗
り
か
へ
て
嵯
峨
に
参
り
給
へ
れ
ば
、(

イ)

思
ひ
つ
る
も
し
る
く
大
殿
籠
ら
ぬ
御
け
し
き
に

さ

が

て
、
琴
の
御
琴
弾
き
す
さ
ま
せ
給
へ
る
、」

き
ん

洛
西
の
嵯
峨
に
向
か
う
た
め
に
、
皆
が
馬
に
乗
り
ま
し
た
。
そ
し
て
嵯
峨
院
の
邸
に
到
着
し
ま
す
。

傍
線
部(

イ)

の
現
代
語
訳
で
注
意
す
べ
き
単
語
は
「
し
る
く(

し
る
し)
」、
そ
し
て
「
大
殿
籠
ら(

大

殿
籠
る)

」
で
す
。「
大
殿
籠
る
」
は
「
お
休
み
に
な
る
」
で
す
か
ら
、
今
回
は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」

が
セ
ッ
ト
に
な
り
、
傍
線
部
の
後
半
は
「(

院
は)

お
休
み
で
な
い
ご
様
子
で
」
と
な
り
ま
す
。
中
秋
の

名
月
の
晩
に
、
寝
ず
に
琴
を
演
奏
し
て
い
る
。
な
ん
と
も
風
流
で
す
ね
。

問
題
は
「
し
る
し
」
で
す
。「
し
る
し
」
は
漢
字
で
書
く
と
「
著
し
」
と
な
り
、「
は
っ
き
り
と
し
て

い
る
様
子
」
を
表
し
ま
す
。
第
二
義
と
し
て
「
予
想
通
り
だ
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
こ

の
第
二
義
を
使
用
す
る
と
綺
麗
に
訳
が
で
き
る
の
で
す
が
、
第
二
義
を
覚
え
て
い
る
人
は
少
な
い
と
思

い
ま
す
の
で
、
第
一
義
か
ら
出
発
し
て
第
二
義
に
近
し
い
解
釈
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
な

ん
に
せ
よ
、
定
番
の
第
一
義
で
訳
し
て
み
て
違
和
感
を
覚
え
た
ら
工
夫
を
す
る
、
と
い
う
姿
勢
が
大
切

で
す
。
で
は
、
第
一
義
か
ら
第
二
義
を
導
く
考
え
方
を
紹
介
し
ま
す
。

「
思
ひ
つ
る
」
は
、「
思
ふ
」
と
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」。
訳
は
「
思
っ
た
」
で
す
。
す
る
と
、「
思

ひ
つ
る
も
し
る
く
」
は
、「
思
っ
た
こ
と
も
は
っ
き
り
と(

あ
ら
わ
れ
て)

」
と
解
釈
出
来
ま
す
ね
。
考

え
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
現
実
に
な
っ
た
と
き
、「
予
想
通
り
！
」
と
か
「
思
っ
た
通
り
！
」
な

ん
て
表
現
し
ま
す
よ
ね
？

こ
れ
で
、
第
二
義
を
導
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

本
文
の
解
釈
に
戻
り
ま
す
。
主
人
公
の
二
人
は
、「
院
は
今
晩
月
を
眺
め
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
推
量

し
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
邸
に
着
い
て
み
る
と
、「
思
っ
た
通
り
、
院
は
お
休
み
に
な
ら
な
い
ご
様
子

で
」
琴
を
演
奏
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。



「(

ウ)

あ
た
り
の
松
風
さ
へ
そ
ぞ
ろ
寒
き
に
、
笛
を
同
じ
調
べ
に
吹
き
合
は
せ
て
、
二
人
中
門
の
ほ
ど
に

や
す
ら
ひ
給
へ
る
、
か
ぎ
り
な
く
お
も
し
ろ
し
。」

ま
た
傍
線
部
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
の
注
意
点
は
、
副
助
詞
「
さ
へ
」
と
「
そ
ぞ
ろ
」
で
す
。

○
「
さ
へ
」

―
添
加
の
副
助
詞
。「
ま
で
も
」
と
訳
す
。

○
「
そ
ぞ
ろ
」

―
何
と
な
く
、
む
や
み
や
た
ら
だ

ま
た
、「
寒
き
に
」
の
「
に
」
は
格
助
詞
と
接
続
助
詞
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、「
寒
い
か
ら
笛
を
吹

い
た
」
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
接
続
助
詞
で
訳
出
す
る
の
は
難
し
そ
う
で
す
。
格
助
詞
で
解
釈
し
ま

し
ょ
う
。
傍
線
部(

ウ)

の
訳
出
は
、「
あ
た
り
の
松
風
ま
で
も
何
と
な
く
寒
く
感
じ
ら
れ
る
中
で
」
と

な
り
ま
す
。(

ち
な
み
に
、「
そ
ぞ
ろ
」
の
訳
出
を
「
む
や
み
や
た
ら
だ
」
に
し
て
は
ダ
メ
な
の
か
と
思

っ
た
人
。「
む
や
み
や
た
ら
に
寒
い
」
の
は
冬
で
す
よ
ね
。
秋
に
極
寒
の
お
月
見
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ

と
無
理
が
あ
り
ま
す)

邸
の
中
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
院
の
琴
の
音
に
合
わ
せ
て
二
人
は
笛
を
吹
き
、
中
門(

邸
の
敷
地
の
内

部
に
あ
る
門)

の
あ
た
り
で
立
ち
止
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
秋
の
晩
の
演
奏
は
非
常
に
趣
深
い
も
の
で
し

た
。傍

線
部
の(

イ)

あ
た
り
の
箇
所
ま
で
だ
と
、
二
人
は
も
う
院
の
邸
に
上
が
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
て

し
ま
っ
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
箇
所
を
見
て
初
め
て
、
二
人
は
敷
地
に
は
入
っ
た
も
の

の
、
建
物
に
は
ま
だ
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

「
い
と
い
た
う
待
ち
よ
ろ
こ
ば
せ
給
ふ
。
や
が
て
『
こ
な
た
に
』
と
召
し
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
姫
宮
の
お

は
し
ま
す
御
簾
の
前
を
、
死
ぬ
ば
か
り
思
ふ
べ
し
、
い
と
い
た
う
用
意
し
て
歩
み
出
で
紿
へ
る
さ
ま
ど

み

す

も
、
い
づ
れ
と
な
く
め
で
た
し
。」

こ
こ
は
サ
ッ
と
確
認
し
ま
し
ょ
う
。「
い
と
い
た
う
待
ち
よ
ろ
こ
ば
せ
給
ふ
」
の
主
語
は
分
か
り
ま

す
か
？

「
せ
給
ふ
」
と
い
う
二
重
尊
敬
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
院
だ
と
考
え
て
下
さ
い
ね
。

そ
し
て
こ
こ
で
の
「
待
つ
」
は
「
迎
え
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
院
は
二
人
を
非
常
に
喜
ん
で

お
出
迎
え
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
す
ぐ
さ
ま
「
こ
ち
ら
へ(

参
上
せ
よ)

」
と
お

呼
び
寄
せ
に
な
っ
て
、
中
門
あ
た
り
に
い
た
二
人
を
邸
の
内
部
へ
導
き
ま
す
。

院
は
娘
で
あ
る
皇
女
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
主
人
公
達
は
皇
女
が
居
る
で
あ
ろ
う
部
屋
の

前
を
通
る
際
に
「
こ
の
中
に
皇
女
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
…
」
と
、
非
常
に
ど
き
ど
き
し
て
い
た
の
で
し

ょ
う
。「
御
簾
」
は
ほ
ん
の
り
と
向
こ
う
側
が
透
け
て
見
え
ま
す
か
ら
、
皇
女
に
素
晴
ら
し
い
様
子
を

見
せ
よ
う
と
二
人
は
格
好
を
付
け
て
歩
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

 



「『
今
宵
は
内
の
御
遊
び
な
ど
も
や
と
思
ひ
つ
る
を
、
暇
も
の
せ
ら
れ
け
る
を
。(

エ)

わ
ざ
と
こ
そ
お
ど

い
と
ま

ろ
か
す
べ
か
り
け
れ
』
と
の
た
ま
は
す
。」

発
言
の
理
由
説
明
問
題
で
す
。「
お
ど
ろ
か
す
」
は
「
誘
う
」
と
い
う
の
に
注
意
し
て
下
さ
い
ね
。

し
っ
か
り
と
注
釈
を
見
ま
し
ょ
う
。「
わ
ざ
と
」
の
意
味
は
一
旦
置
い
て
お
く
と
し
て
、
院
は
ど
う
し

て
二
人
に
向
か
っ
て
「
誘
う
べ
き
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
？

発
言
の
冒
頭
を
見
て
く
だ
さ
い
。

○
内

―
内
部
、
内
裏
、
天
皇

○
遊
び

―
詩
歌
管
弦
の
遊
び

ど
ち
ら
も
、
超
基
礎
事
項
で
す
ね
。
中
秋
の
名
月
の
晩
で
す
か
ら
、
院
が
琴
を
弾
い
て
楽
し
ん
で
い
た

よ
う
に
、
内
裏
で
も
月
明
か
り
の
も
と
で
詩
歌
管
弦
の
遊
び
が
行
わ
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
注
意
す
べ
き
は
「
御
遊
び
な
ど
も
や
」
の
「
や
」
で
す
。
疑
問
・
反
語
の
係
助
詞
「
や
」
で
す

ね
。
疑
問
で
訳
す
と
、「
内
裏
の
詩
歌
管
弦
の
御
遊
び
な
ど
も(

あ
る)

だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
が
」。
反
語

で
訳
す
と
、「
内
裏
の
詩
歌
管
弦
の
御
遊
び
な
ど
も(
あ
る)

だ
ろ
う
か
、
い
や
な
い
、
と
思
っ
た
が
」

と
な
り
ま
す
。
ど
ち
ら
で
解
釈
す
る
か
は
、
次
を
見
て
判
断
し
ま
し
ょ
う
。

続
く
「
暇
も
の
せ
ら
れ
け
る
を
」
は
、
次
の
語
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
も
の
す

―
あ
る
、
い
る
、
行
く
、
来
る
、
生
ま
れ
る
、
～
を
す
る

○
ら
れ

―
尊
敬
の
助
動
詞
「
ら
る
」
の
連
用
形

「
も
の
す
」
は
あ
ら
ゆ
る
訳
出
が
可
能
な
動
詞
で
す
が
、
今
回
は
「(

暇
が)
あ
る
」
と
訳
し
ま
し
ょ
う
。

助
動
詞
「
ら
る
」
は
自
発
・
可
能
・
受
身
・
尊
敬
の
４
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
「
暇
が
あ

る
」
と
結
び
付
い
て
い
ま
す
か
ら
、「
尊
敬
」
を
採
用
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ

る
と
、
院
の
発
言
は
「(

お
二
人
に
は)

暇
が
お
あ
り
だ
っ
た
の
で
す
ね
」
と
な
り
ま
す
。

院
が
「(

お
二
人
に
は)

暇
が
お
あ
り
だ
っ
た
の
で
す
ね
」、
と
意
外
そ
う
に
発
言
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
も
と
も
と
は
二
人
に
は
予
定
が
あ
る(

＝
暇
で
は
な
い)

と
思
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
よ

ね
。
こ
こ
で
、
先
ほ
ど
話
題
に
上
が
っ
た
「
内
裏
の
詩
歌
管
弦
の
御
遊
び
」
が
登
場
し
ま
す
。

院
は
、「
二
人
は
内
裏
の
詩
歌
管
弦
の
御
遊
び
に
参
加
し
て
い
る
か
ら
暇
で
は
無
い
だ
ろ
う
」
と
考

え
て
い
た
ん
で
す
ね
。(

で
す
か
ら
、
先
ほ
ど
の
係
助
詞
の
「
や
」
は
疑
問
で
解
釈
す
れ
ば
良
い
で
し

ょ
う)

し
か
し
、
二
人
に
は
院
の
住
む
邸
に
遊
び
に
来
る
時
間
が
あ
っ
た
。
院
か
ら
招
か
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
二
人
の
方
か
ら
自
発
的
に
や
っ
て
来
て
く
れ
た
の
で
、
院
は
傍
線
部(

エ)

で
「
二
人
を(

み

ず
か
ら)

誘
う
べ
き
だ
っ
た
」
と
考
え
た
と
い
う
わ
け
で
す
。「
わ
ざ
と
」
と
い
う
の
は
「
故
意
に
」
と

い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、「
正
式
に
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、「
二
人
を
正
式
に
こ

ち
ら
か
ら
招
く
べ
き
だ
っ
た
」
く
ら
い
の
意
図
の
発
言
と
捉
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
二
の
解
答
と
し
て
は
「
内
裏
で
詩
歌
管
弦
の
御
遊
び
に
参
加
し
て
い
る
と
思
っ
た
宮
の
中
将
と
殿

の
中
将
が
、
わ
ざ
わ
ざ
夜
更
け
に
自
分
の
邸
を
訪
ね
て
く
れ
た
か
ら
」
く
ら
い
に
な
る
で
し
ょ
う
。

 



「(

宮
の
中
将
、)

(

オ)

ま
づ
ぞ
思
ふ
都
の
秋
の
月
見
て
も
君
す
む
宿
の
松
風
の
声
」

和
歌
の
解
釈
問
題
で
す
。
和
歌
は
詠
ま
れ
た
状
況
を
踏
ま
え
て
考
え
る
、
５
・
７
・
５
・
７
・
７
で

区
切
っ
て
考
え
る
、
と
い
う
の
は
皆
さ
ん
分
か
っ
て
い
ま
す
ね
。

今
回
は
設
問
条
件
に
「
掛
詞
に
注
意
し
な
が
ら
」
と
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
掛
詞
を
探
し
ま
し
ょ
う
。

掛
詞
を
探
す
際
に
は
、

１

平
仮
名
で
あ
る
こ
と(

た
ま
に
漢
字
の
も
の
も
あ
り
ま
す)

２

「
本
文
の
流
れ
」
と
「
和
歌
の
流
れ
」
両
方
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
意
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、
不
自
然
に
平
仮
名
に
な
っ
て
い
る
「
す
む
」
が
見
つ
か
る
と
思
い
ま
す
。「
君
す
む
宿
」

な
の
で
あ
れ
ば
、「
君
住
む
宿
」
と
書
く
の
が
一
般
的
で
す
。
そ
れ
が
わ
ざ
わ
ざ
平
仮
名
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
「
す
む
」
と
い
う
意
味
が
隠
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

和
歌
の
流
れ
上
ス
ム
ー
ズ
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
の
出
来
る
漢
字
以
外
は
、
本
文
か
ら
探
す
よ
う
に

す
る
の
が
基
本
で
す
。
探
し
て
み
る
と
、
本
文
の
１
行
目
に
「
月
は
ふ
け
ゆ
く
ま
ま
に
い
と
ど
澄
み
の

ぼ
り
て
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
の
「
す
む
」
は
「
住
む
」
と
「
澄
む
」
が
掛
け
て
あ
る

と
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
本
文
で
は
「
月
が
澄
む
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
和
歌
で
は
「
澄
む
松

風
の
声(

音)

」
と
解
釈
を
し
た
方
が
綺
麗
に
繋
が
り
ま
す
。「
澄
む
」
対
象
が
違
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
の
で
、
臨
機
応
変
に
対
応
し
ま
し
ょ
う
。

掛
詞
を
特
定
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
あ
と
は
滑
ら
か
な
現
代
語
訳
で
す
。
和
歌
を
区
切
る
と
、

「
ま
づ
ぞ
思
ふ
／
都
の
秋
の
／
月
見
て
も
／
君
す
む
宿
の
／
松
風
の
声
」
と
な
り
ま
す
が
、
初
句
「
ま

づ
ぞ
思
ふ
」
が
終
止
形
で
言
い
切
り
の
形
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
初
句
切
れ
だ
と
考
え
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。(

「
思
ふ
」
だ
け
を
見
る
と
連
体
形
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、「
思
ふ
都
」
や
「
思
ふ
秋
」

と
い
う
よ
う
な
連
体
修
飾
は
違
和
感
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
回
は
終
止
形
だ
と
分
か
り
ま
す)

で
は
、
句
切
れ
を
倒
置
で
処
理
す
る
か
、
単
な
る
句
点(

「
。」)

で
処
理
す
る
か
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
ま
ず
、
単
な
る
「
。」
で
処
理
し
て
み
ま
す
。「
ま
ず
思
う
。
都
の
秋
の
月
を
見
て
も
、
君
が
住
む

宿
に
吹
く
澄
ん
だ
松
風
の
音
」。
次
に
倒
置
で
処
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。「
都
の
秋
の
月
を
見
て
も
、
君

が
住
む
宿
に
吹
く
澄
ん
だ
松
風
の
音
を
ま
ず
思
う
」。
ど
ち
ら
で
も
お
か
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
倒

置
の
方
が
日
本
語
と
し
て
は
滑
ら
か
で
す
の
で
、
模
範
答
案
は
倒
置
を
採
用
し
ま
す
。
ま
た
、
院
に
向

か
っ
て
詠
ん
だ
和
歌
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
敬
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
味
し
て
模
範
答
案
と
し
ま

す
。「
都
の
秋
の
月
を
見
ま
し
て
も
、
あ
な
た
が
住
む
宿
の
吹
く
住
ん
だ
松
風
の
音
を
ま
ず
思
い
浮
か

べ
ま
す
」。

中
秋
の
名
月
の
晩
、
都
で
月
を
見
な
が
ら
も
、
洛
西
に
住
む
院
の
こ
と
を
真
っ
先
に
思
い
浮
か
べ
た

と
い
う
意
味
で
す
ね
。
都
か
ら
離
れ
て
暮
ら
す
院
に
と
っ
て
は
、
こ
の
上
な
い
慰
め
の
言
葉
に
な
っ
た

と
思
い
ま
す
。
今
回
は
複
雑
な
比
喩
も
な
い
和
歌
で
し
た
か
ら
、
掛
詞
に
さ
え
気
を
つ
け
れ
ば
そ
の
ま

 



ま
現
代
語
訳
が
で
き
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
難
し
い
和
歌
に
な
る
と
、
詠
ま
れ
た
シ
ュ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

「
殿
の
中
将
、

(

カ)

飽
か
な
く
に
出
で
し
雲
居
の
月
影
を
慕
ふ
心
の
い
つ
か
お
く
れ
む
」

続
い
て
、
殿
の
中
将
の
和
歌
で
す
。(

こ
の
部
分
よ
り
も
後
の
本
文
は
注
釈
に
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
解
説
を
割
愛
し
ま
す
。)

こ
の
和
歌
に
つ
い
て
は
現
代
語
訳
で
は
な
く
、
比
喩
の
説
明
が

求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
現
代
語
訳
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
比
喩
の
内
容
を
考

え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。「
比
喩
」
の
説
明
は
、
答
え
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
い
く
つ
か
の
ル
ー
ト
が
あ

り
ま
す
。
今
回
は
、
一
番
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
和
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
、
ひ
い
て
は
本
文
全
体
の
流
れ
を
踏

ま
え
て
答
え
に
た
ど
り
着
く
方
法
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。。

ま
ず
は
字
義
通
り
の
現
代
語
訳
を
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。

○
飽
か
な
く
に

―
名
残
惜
し
い
の
に
・
ま
だ
飽
き
足
り
な
い
の
に

○
い
つ
か

―
い
っ
た
い
い
つ
～
か
、
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い

○
お
く
れ

―
劣
る
（「
お
く
る(

後
る)

」
の
未
然
形
）

「
後
る
」
の
解
釈
が
難
し
い
と
感
じ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
古
文
で
「
お
く
る
」
と
言
え
ば
、「
死

に
後
れ
る
・
先
立
た
れ
る
」
な
の
で
す
が
、
今
回
は
人
の
生
死
の
話
を
し
て
い
る
場
面
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
こ
の
訳
出
は
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
後
る
」
を
「
劣
る
」
と
解
釈
す
る
の
は
、
現
代

で
は
「
後
れ
を
取
る
」
と
い
う
形
で
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
い
つ
か
」
の
解
釈
も
一
ひ
ね
り
き
い

て
い
ま
す
か
ら
、
こ
ち
ら
の
訳
出
が
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
人
は
し
っ
か
り
と
押
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ

う
。「

ま
だ
名
残
惜
し
い
の
に
雲
居
か
ら
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
月
影
を
慕
う
心
は
、
い
つ(
人
に)

劣
っ

た
で
し
ょ
う
か
、
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」。
ス
ト
レ
ー
ト
に
解
釈
し
て
し
ま
う
と
、
こ
の

和
歌
を
詠
ん
だ
殿
の
中
将
が
、「
月
を
慕
う
こ
と
に
か
け
て
は
私
だ
っ
て
負
け
て
い
ま
せ
ん
！
」
と
主

張
し
て
い
る
歌
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
唐
突
な
感
じ
で
す
よ
ね
。

明
ら
か
に
、
こ
の
和
歌
の
主
役
は
「
月
」
で
、
殿
の
中
将
が
そ
れ
を
慕
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
和
歌

の
趣
旨
で
す
。
比
喩
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
見
か
け
の
主
役
・
趣
旨
の
裏
に
、
本
当
の

主
役
・
趣
旨
が
隠
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、
こ
の
場
面
で
殿
の
中
将
が
本
当
に
慕
っ
て
い

る
の
は
何
で
し
ょ
う
か
？

し
っ
か
り
と
状
況
把
握
で
き
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
分
か
り
ま
す
ね
。
宮
の

中
将
と
連
れ
だ
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
会
い
に
行
っ
た
、「
院
」
を
慕
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
院

に
対
し
て
「
院
を
慕
う
気
持
ち
は
私
だ
っ
て(

宮
の
中
将
に)

負
け
て
い
ま
せ
ん
！
」
と
伝
え
て
い
る
こ

と
に
な
り
、
洛
西
で
過
ご
す
院
に
対
す
る
慰
め
の
言
葉
と
な
り
得
ま
す
。

「
月
」
が
「
院
」
の
比
喩
だ
と
分
か
れ
ば
、「
月
」
が
出
て
行
っ
た
「
雲
居
」
も
、
院
が
出
て
行
っ

 



た
「
宮
中
」
の
こ
と
で
あ
る
と
分
か
り
ま
す
ね
。(

単
語
の
知
識
と
し
て
「
雲
居
」
＝
「
宮
中
」
と
知

っ
て
い
た
人
は
、
こ
ち
ら
か
ら
考
え
る
方
が
は
や
く
正
解
に
た
ど
り
着
い
た
と
思
い
ま
す)

よ
っ
て
、
問
四
の
解
答
は
、「
雲
居
が
宮
中
の
、
月
が
院
の
比
喩
と
な
っ
て
い
る
」
が
正
解
で
す
。

殿
の
中
将
は
名
月
に
託
し
な
が
ら
、「
ま
だ
ま
だ
あ
な
た(

院)

に
は
帝
と
し
て
在
位
し
て
欲
し
か
っ
た

の
で
す
が
、
宮
中
か
ら
出
て
こ
の
洛
西
に
い
る
あ
な
た
を
慕
う
心
は
、
宮
の
中
将
に
も
負
け
ま
せ
ん
」

と
言
っ
て
い
た
の
で
す
。

少
し
横
道
に
逸
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
歌
に
は
ベ
ー
ス
と
な
る
古
歌
が
存
在
し
ま
す
。
古
今
和
歌
集

や
伊
勢
物
語
に
見
ら
れ
る
、「
飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
る
か
山
の
端
に
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら

な
む
」
と
い
う
和
歌
で
す
。
こ
の
和
歌
は
、「
ま
だ
眺
め
飽
き
な
い
の
に
、
も
う
月
が
隠
れ
る
の
だ
な

ぁ
。
山
の
端
よ
、
逃
げ
て
月
を
入
れ
な
い
で
ほ
し
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
雲
居
か
ら
「
出
て
行
く
」

月
と
、
山
の
端
に
「
入
っ
て
行
く
」
月
。
詠
ま
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
は
逆
で
す
が
、
初
句
の
「
飽
か
な

く
に
」
と
い
う
表
現
や
、
月
を
愛
で
る
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
見
ら
れ
ま
す
。

古
歌
を
覚
え
、
そ
れ
を
用
い
て
自
分
の
和
歌
を
詠
ん
だ
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
た
り
す
る

こ
と
は
、
古
文
の
世
界
の
人
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
大
切
な
教
養
で
し
た
。
い
つ
の
世
界
も
教
養
を
身

に
付
け
る
と
い
う
の
は
大
変
で
す
ね
。

そ
れ
で
は
、
通
釈
と
解
答
で
す
。

【
通
釈
】

「
や
は
り
院
に
お
目
に
掛
か
り
た
い
。
今
夜
、
ど
の
よ
う
に
月
を
眺
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
」

と
推
し
量
り
申
し
上
げ
て
、
皆
が
馬
に
乗
り
か
え
て
嵯
峨
に
参
上
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、
二
人
が
思
っ
た

通
り
、
院
は
お
休
み
に
な
ら
な
い
ご
様
子
で
琴
の
御
琴
を
弾
き
興
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
あ
た
り
の
松

風
ま
で
も(

秋
ら
し
く)

何
と
な
く
寒
く
感
じ
ら
れ
る
中
で
、(

二
人
は)

笛
を
同
じ
調
子
に
吹
き
合
わ
せ

て
、
中
門
の
あ
た
り
に
た
た
ず
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
、
こ
の
上
な
く
風
流
で
あ
る
。

(

院
は)

非
常
に
喜
ん
で(

二
人
を)

お
出
迎
え
に
な
る
。
す
ぐ
に
、「
こ
ち
ら
へ
」
と
お
呼
び
が
あ
っ

た
の
で
、
こ
ち
ら
で
も
姫
宮
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
簾
の
前
を
、
死
ぬ
ほ
ど
想
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ

ろ
う
、
た
い
そ
う
心
遣
い
し
な
が
ら
歩
み
出
し
な
さ
る
ご
様
子
は
、
宮
の
中
将
、
殿
の
中
将
と
も
に
素

晴
ら
し
い
。「
今
夜
は
内
裏
で
の
詩
歌
管
弦
の
御
遊
び
な
ど
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
お

暇
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
正
式
に
お
誘
い
す
る
べ
き
で
し
た
」
と(

院
は)

お
っ
し
ゃ
る
。

(

宮
の
中
将
は
、)

都
の
秋
の
月
を
見
ま
し
て
も
、
あ
な
た
が
住
む
宿
の
吹
く
住
ん
だ
松
風
の
音
を
ま
ず
思
い
浮
か
べ

ま
す

殿
の
中
将
は
、

ま
だ
名
残
惜
し
い
の
に
雲
居
か
ら
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
月
影
を
慕
う
心
は
、
い
つ
人
に
劣
っ
た

で
し
ょ
う
か
、
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん(

ま
だ
ま
だ
あ
な
た
に
は
帝
と
し
て
在
位
し
て

 



欲
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
宮
中
か
ら
出
て
こ
の
洛
西
に
い
る
あ
な
た
を
慕
う
心
は
、
宮
の
中
将
に

も
負
け
ま
せ
ん)

と
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
が
、
こ
の
殿
の
中
将
は
酷
く
嫉
妬
を
な
さ
っ
た
あ
の
宮
の
御
子
な
の
で
あ
っ

た
。

【
解
答
】

問
一

(

ア)

や
は
り
院
に
お
目
に
掛
か
り
た
い

（
イ
）

思
っ
た
通
り
、
院
は
お
休
み
に
な
ら
な
い
ご
様
子
で

（
ウ
）

あ
た
り
の
松
風
ま
で
も
何
と
な
く
寒
く
感
じ
ら
れ
る
中
で

問
二

内
裏
で
詩
歌
管
弦
の
御
遊
び
に
参
加
し
て
い
る
と
思
っ
た
宮
の
中
将
と
殿
の
中
将
が
、
わ
ざ
わ

ざ
夜
更
け
に
自
分
の
邸
を
訪
ね
て
く
れ
た
か
ら
。

問
三

都
の
秋
の
月
を
見
ま
し
て
も
、
あ
な
た
が
住
む
宿
の
吹
く
住
ん
だ
松
風
の
音
を
ま
ず
思
い
浮
か

べ
ま
す
。

問
四

雲
居
が
宮
中
の
、
月
が
院
の
比
喩
と
な
っ
て
い
る
。

 


